
日
本
で
三
番
目
の
鉄
道

日
本
の
鉄
道
の
歴
史
は
、
明
治

五
年
（
一
八
七
二
年
）
、
新
橋
〜

横
浜
間
の
開
業
に
よ
り
始
ま
り
ま

し
た
。
続
い
て
、
神
戸
〜
京
都
間

が
開
業
。
そ
し
て
、
北
海
道
で
初

ほ
ろ

な
い

め
て
の
鉄
道
で
あ
る
幌
内
鉄
道
が
、

手
宮（
小
樽
市
）〜
札
幌
間
に
開
通

し
た
の
は
、
明
治
十
三
年
の
こ
と

で
、
わ
が
国
で
三
番
目
の
鉄
道
で

し
た
。

鉄
道
は
石
炭
輸
送
の
手
段

幌
内
鉄
道
は
、
旅
客
を
運
ぶ
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
主
に
石
炭

を
運
ぶ
た
め
の
手
段
と
し
て
敷
設

さ
れ
ま
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
世
界

初
の
蒸
気
機
関
車
に
よ
る
鉄
道
が
、

炭
鉱
か
ら
石
炭
を
運
び
出
す
手
段

と
し
て
実
用
化
さ
れ
た
の
と
同
様

で
す
。
幌
内
炭
鉱
（
三
笠
市
）
の

石
炭
を
小
樽
港
か
ら
船
で
本
州
に

搬
出
す
る
目
的
で
建
設
さ
れ
た
の

で
す
。

幌
内
〜
手
宮
間
に
鉄
道
が
敷

か
れ
た
理
由

で
は
、
幌
内
の
石
炭
を
本
州
に

運
ぶ
た
め
に
、
な
ぜ
幌
内
〜
手
宮

間
に
鉄
道
が
敷
か
れ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

ほ
ろ

な
い

ぶ
と

当
初
は
、
幌
内
か
ら
幌
内
太

（
旧
三
笠
駅
）
ま
で
鉄
道
を
敷
き
、

そ
こ
か
ら
石
狩
川
を
利
用
し
、
水

路
で
石
狩
を
経
て
小
樽
ま
で
運
ぶ

と
い
う
案
（
第
一
案
）
や
、
幌
内

か
ら
天
然
の
良
港
で
あ
る
室
蘭
ま

で
鉄
道
を
敷
く
と
い
う
案
（
第
二

案
）
も
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
第
一
案
で
は
、
冬
期

間
結
氷
に
よ
り
水
路
が
閉
ざ
さ
れ

る
こ
と
や
積
み
替
え
に
手
間
が
掛

か
る
こ
と
、
第
二
案
は
火
山
灰
地

帯
が
多
く
、
線
路
敷
設
に
適
当
な

土
地
が
少
な
く
、
経
費
も
掛
か
り

過
ぎ
る
と
い
う
難
点
が
あ
り
ま
し

た
。そ

こ
で
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
解

決
す
る
た
め
に
招
か
れ
た
の
が
、

ア
メ
リ
カ
の
鉄
道
建
設
技
師
ク
ロ

フ
ォ
ー
ド
で
す
。
彼
は
、
幌
内
か

ら
手
宮
ま
で
鉄
道
を
敷
く
案
を
提

言
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
札
幌
農

学
校
の
ク
ラ
ー
ク
博
士
も
賛
成
し

て
い
ま
し
た
。

幌
内
鉄
道
の
開
通

し
か
し
、
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
の
案

に
も
課
題
は
あ
り
ま
し
た
。
札
幌

か
む

い

こ

た
ん

〜
小
樽
間
に
は
、
神
居
古
潭
の
断

が
い
が
あ
り
、
人
が
通
行
で
き
る

細
い
道
し
か
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。

そ
こ
で
、
明
治
十
二
年
、
開
拓

史
は
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
を
工
事
監
督

と
し
て
道
路
建
設
工
事
に
着
手
し
、

十
二
月
に
は
新
道
開
通
式
を
行
い

ま
し
た
。
新
道
は
丈
夫
で
馬
車
が

通
行
で
き
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

鉄
道
を
も
敷
設
し
う
る
も
の
で
し

た
。次

に
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
ら
は
、
明

治
十
三
年
一
月
、
小
樽
若
竹
町
第

三
ト
ン
ネ
ル
の
開
削
を
皮
切
り
に

工
事
に
着
手
。
工
事
は
順
調
に
進

み
、
十
一
月
二
十
日
に
は
札
幌
の

※空
知
通
り
仮
停
車
場
（
北
区
北
六

条
西
三
丁
目
）
ま
で
約
三
十
六
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
の
軌
条
敷
設
を
完
了

し
ま
し
た
。

こ
う
し
て
、
明
治
十
三
年
十
一

月
二
十
八
日
、
開
拓
史
は
待
望
の

手
宮
・
札
幌
間
汽
車
運
転
式
を
挙

行
し
、参
加
し
た
人
々
は
皆
、ク
ロ

フ
ォ
ー
ド
ら
の
功
を
た
た
え
て
喜
び

合
い
ま
し
た
。そ
の
二
年
後
、札
幌

〜
幌
内
間
の
開
通
に
よ
り
、
名
実

と
も
に
幌
内
鉄
道
と
な
り
ま
し
た
。

機
関
車
は

ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
タ
イ
ル

車
両
は
す
べ
て
ア
メ
リ
カ
製
で
、

よ
し

つ
ね

最
初
の
機
関
車
は
一
号
「
義
経
」

べ
ん

け
い

と
二
号
「
弁
慶
」
の
二
両
で
し
た
。

前
面
に
牛
と
の
衝
突
に
備
え
た
カ

ウ
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
、
火
の
粉
が
飛

び
散
る
の
を
防
ぐ
た
め
の
ダ
イ
ヤ

モ
ン
ド
形
の
煙
突
カ
バ
ー
、
ひ
も

を
引
い
て
鳴
ら
す
鐘
な
ど
、
完
全

な
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
タ
イ
ル
で
し

た
。
機
関
車
は
翌
年
以
降
も
輸
入

ひ

ら

ふ

み
つ

く
に

さ
れ
、
「
比
羅
夫
」
、
「
光
圀
」
、

「
し
づ
か
」
な
ど
歴
史
上
の
人
物

の
愛
称
が
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

は
り

う
す

明
治
十
八
年
の
冬
に
張
碓
ト
ン

ネ
ル
付
近
で
「
義
経
」
と
「
弁

慶
」
が
立
ち
往
生
、
手
宮
か
ら

「
し
づ
か
」
が
救
援
に
駆
け
つ
け

て
、
連
れ
帰
っ
た
と
い
う
話
も
残

っ
て
い
ま
す
。

郁春別炭山

※
空
知
通
り
仮
停
車
場

現
在
の
北
区
北
六
条
西
三
丁
目
。
当

時
の
札
幌
は
、
東
西
南
北
の
通
り
に
道

内
各
地
の
名
前
が
付
け
ら
れ
て
い
た
。

北
六
条
の
通
り
（
現
在
は
な
い
）
は
空

知
通
り
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

神居古潭の断がい（現在の張碓駅付近）

幌内炭山

い
く
し
ゅ
ん

べ
つ

郁
春
別

クロフォードの銅像
（小樽交通記念館）

ほ
ろ
な
い

幌
内

「北海道鉄道百年史」上による。後に「郁春別」は「幾春別」に、「幌内太」は「三笠」に改称。

ほ
ろ
な
い
ぶ
と

幌
内
太

い
わ

み

ざ
わ

岩
見
沢

幌内炭山

ほ
ろ
む
い

幌
向

え

べ
つ

江
別

の
っ
ぽ
ろ

野
幌

明治１３年１０月、小樽市入船町付近を試運転する弁慶号

豊平川
幌内鉄道線路図

さ
っ
ぽ
ろ

札
幌

こ
と

に

琴
似

し
づ
か
号
（
小
樽
交
通
記
念
館
）

至
手
宮

←
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